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画
僧
月
俸
の
同
時
代
評
価
に
つ
い
て
の
文
献
的
検
討

○
は
じ
め
に

江
戸
時
代
後
期
の
画
僧
月
俸
(
註
1
)
(
一
七
四
一
～
一
八
〇
九
)
は
､
現
代
で

は
絵
画
史
上
に
そ
の
名
を
知
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
､
た
と
え
ば
円
山
応
挙
の
弟
子

の
列
に
そ
の
名
が
加
え
ら
れ
る
程
度
に
過
ぎ
ず
､
一
般
的
認
知
は
い
う
に
及
ば
ず
研

究
対
象
と
し
て
も
看
過
さ
れ
て
き
た
印
象
が
強
い
｡
し
か
し
同
時
代
の
論
画
家
等
が

月
俸
に
つ
い
て
記
述
し
た
文
献
を
読
む
と
､
現
代
の
認
知
度
か
ら
す
る
と
意
外
な
は

ど
高
い
評
価
を
得
て
い
た
事
実
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
く
る
｡
そ
こ
で
本
稿
で
は
､

こ
の
画
僧
に
つ
い
て
､
主
と
し
て
文
献
上
の
基
礎
的
な
情
報
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
､
そ
の
評
価
を
原
点
に
返
っ
て
検
証
し
､
美
術
史
的
な
位
置
づ
け
の
再
考
を
試
み

て
い
く
｡

月
俸
は
伊
勢
山
田
(
現
在
の
三
重
県
伊
勢
市
)
の
寂
照
寺
の
住
持
を
長
ら
く
務
め

文
化
六
年
(
一
八
〇
九
)
入
寂
し
た
が
､
そ
の
翌
年
､
は
や
く
も
同
寺
境
内
に
顕
彰

碑
が
建
立
さ
れ
た
｡
弟
子
の
定
仙
に
よ
っ
て
摸
さ
れ
た
銘
文
『
寂
照
寺
八
世
月
仙
上

人
碑
銘
』
は
月
俸
の
履
歴
に
関
す
る
基
礎
資
料
を
提
供
し
て
い
る
｡
そ
こ
で
ま
ず
､

こ
の
銘
文
を
中
心
に
､
そ
の
他
の
資
料
に
よ
っ
て
補
完
し
っ
つ
､
月
俸
の
履
歴
の
ア

ウ
ト
ラ
イ
ン
を
描
い
て
お
く
｡

月
俸
は
寛
保
元
年
(
一
七
四
一
)
に
名
古
屋
に
生
ま
れ
た
｡
俗
姓
は
丹
家
氏
｡
商

家
で
､
一
説
に
は
父
は
味
噌
商
を
営
ん
で
い
た
と
い
う
(
註
2
)
｡
七
歳
の
年
に
得

度
し
､
玄
瑞
の
名
を
与
え
ら
れ
る
｡
十
代
で
江
戸
の
芝
増
上
寺
に
入
り
(
註
3
)
､

山

口

泰

弘

定
月
大
僧
正
月
俸
の
号
を
賜
っ
た
｡
修
行
の
か
た
わ
ら
､
雪
舟
派
の
画
人
桜
井
雪
館

(
山
興
)

に
師
事
し
て
画
技
を
学
ん
だ
と
い
わ
れ
る
(
註
4
)
｡

江
戸
で
徐
々
に
名
声
が
上
が
り
つ
つ
あ
っ
た
が
､
や
が
て
江
戸
を
離
れ
京
都
に
転

住
す
る
｡
『
寂
照
寺
八
世
月
仙
上
人
碑
銘
』
は
｢
師
(
月
俸
)
喜
任
性
自
適
､
子
以

為
意
､
遂
去
遊
京
師
｣
と
記
す
の
み
で
､
講
書
に
も
そ
の
間
の
事
情
を
明
ら
か
に
す

る
も
の
は
な
い
｡

転
住
の
年
次
も
あ
き
ら
か
で
は
な
い
が
､
『
古
今
諸
家
人
物
志
』
(
註
5
)
は
､
東

都
芝
山
す
な
わ
ち
増
上
寺
に
住
す
る
雪
館
の
門
人
と
し
て
月
俸
の
名
を
挙
げ
て
い
て
､

お
そ
く
と
も
同
書
が
刊
行
さ
れ
た
明
和
六
年
(
一
七
六
九
)

ま
で
は
江
戸
に
い
た
と

み
て
間
違
い
な
い
｡

『
寂
照
寺
八
世
月
仙
上
人
碑
銘
』
に
よ
る
と
､
京
都
で
は
小
松
谷
に
し
ば
ら
く
居

を
構
え
､
こ
こ
か
ら
知
恩
院
の
檀
誉
貞
現
大
僧
正
の
も
と
に
し
ば
し
ば
通
っ
て
い
た

ら
し
い
｡
そ
の
後
同
院
の
役
僧
と
な
り
､
安
永
三
年
(
一
七
七
四
)
､
三
十
四
歳
の

年
に
檀
誉
の
命
で
知
恩
院
末
寺
伊
勢
山
田
の
寂
照
寺
に
第
八
世
住
持
と
し
て
遣
わ
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
｡

寂
照
寺
は
古
市
と
い
う
歓
楽
街
に
近
く
､
そ
の
た
め
破
戒
僧
が
つ
づ
き
､
当
時
衰

微
を
極
め
て
い
た
と
い
う
｡
月
俸
派
遣
の
目
的
は
同
寺
の
再
興
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ

る
が
､
月
俸
も
そ
れ
に
応
え
､
画
料
を
寂
照
寺
の
復
興
や
貧
民
救
済
に
費
や
し
た
｡
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山 口 泰 弘

○
師
承
関
係
お
よ
び
諸
派
兼
学

以
上
が
現
在
通
有
の
月
俸
略
伝
で
あ
る
が
､
本
章
で
は
､
同
時
代
資
料
を
取
り
上

げ
､
伝
歴
の
再
検
討
を
行
い
た
い
｡
月
俸
は
画
僧
す
な
わ
ち
僧
侶
で
あ
り
な
お
か
つ

画
人
で
あ
っ
た
｡
こ
う
し
た
ふ
た
つ
の
属
性
か
ら
そ
の
伝
歴
は
本
来
検
討
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
が
､
本
論
で
は
､
再
検
討
の
中
心
を
画
の
師
承
関
係
に
お
く
こ
と
に
す
る
｡

月
俸
固
有
の
様
式
と
後
に
見
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
画
風
が
そ
の
形
成
期
に
お
い
て

師
承
関
係
に
大
き
く
左
右
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
大
き
い
た
め
で
あ
る
｡

岡
田
樗
軒
『
近
世
逸
人
画
史
』
に
よ
る
と
､
月
俸
が
江
戸
増
上
寺
で
修
行
し
て
い

た
頃
､
桜
井
山
興
な
る
画
人
に
師
事
し
て
い
た
こ
と
は
略
伝
で
触
れ
た
｡
『
近
世
逸

人
画
史
』
は
､
月
俸
の
た
め
に
項
目
を
設
け
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
｡

僧
月
俸

尾
州
の
人
な
り
､
伊
勢
山
田
寂
照
寺
の
住
持
た
り
､
始
め
東
都
緑
山
の
撃

寮
に
あ
り
､
給
事
を
樫
井
山
興
に
学
べ
り
､
後
其
鳶
套
を
脱
し
て
自
ら
一
家
を
な
せ

り
､
其
蓋
法
諸
家
の
華
を
採
る
､
世
人
其
蓋
を
渇
望
す
る
事
早
天
の
雨
の
如
し
｡
或

人
の
話
に
此
師
戯
場
を
見
る
時
も
小
童
に
筆
紙
を
も
た
せ
､
演
戯
中
見
る
べ
き
所
あ

れ
ば
即
寓
せ
し
と
ぞ
｡

雪
館
と
月
俸
の
師
弟
関
係
に
つ
い
て
は
他
の
講
書
に
も
み
ら
れ
る
が
､
『
無
名
翁

随
筆
』
･
『
古
今
諸
家
人
物
志
』
な
ど
は
､
月
俸
を
僧
鸞
山
ら
と
と
も
に
有
力
な
高

弟
の
ひ
と
り
に
数
え
て
い
る
｡
い
っ
ぽ
う
､
『
古
画
備
考
』
(
十
一
､
釈
門

四
〇
二

僧
月
俸
)
は
､
｢
(
月
俸
は
)
其
此
(
明
和
か
ら
安
永
に
か
け
て
雪
館
が
盛
行
し
て

い
た
当
時
)
は
専
ら
随
身
し
て
､
画
を
学
ば
れ
し
時
也
し
｣
と
い
う
画
人
谷
文
晃
の

目
撃
談
を
掲
げ
て
お
り
(
註
9
)
､
月
俸
が
師
雪
館
と
と
り
わ
け
近
し
い
師
弟
関
係

を
結
ん
で
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
｡

ま
た
『
書
衰
要
略
』
(
白
井
華
陽
)

に､

雪館

横
井
雪
館
江
戸
人
､
自
栴
雪
舟
派
､
濃
墨
豪
放
腕
力
健
勤
末
免
有
圭
角
之
病
､

識
者
短
之
､
然
鸞
山
月
俸
出
干
門
下
､
是
其
柴
也
｡

山
興
す
な
わ
ち
桜
井
雪
館
(
一
七
一
五
～
一
七
九
〇
)
は
水
戸
の
出
身
｡
祖
父
お

よ
び
父
も
画
人
で
あ
り
､
藩
主
徳
川
光
園
が
長
門
国
雲
谷
寺
か
ら
招
い
た
雲
谷
派
の

画
家
甫
雪
等
禅
に
つ
い
て
学
ん
だ
(
註
6
)
｡
雪
館
自
身
が
直
接
等
禅
に
師
事
し
た

か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
､
父
祖
同
様
､
雪
館
も
雪
舟
様
の
画
を
巧
み
に
措

き
､
江
戸
に
出
て
雪
舟
十
二
代
画
商
を
自
称
し
た
(
註
7
)
｡
雪
舟
を
慕
い
さ
ら
に

宋
元
明
画
の
筆
意
筆
法
を
遵
法
す
る
な
ど
､
伝
統
回
帰
を
強
く
志
向
し
た
画
人
で
､

二
百
人
を
越
え
る
門
人
を
数
え
た
と
い
う
(
註
8
)
｡

と
あ
り
､
さ
ら
に

『
近
世
逸
人
画
史
』
(
岡
田
樗
軒
)
が
､

櫻
井
山
興

雪
志
と
壊
す
､
又
雪
館
､
一
に
三
江
に
作
る
､
東
都
の
人
､
蓋
法
雪
舟

お
よ
び
周
文
を
慕
ふ
､
山
水
最
よ
し
､
人
物
こ
れ
に
次
ぐ
｡
其
門
に
出
る
も
の
僧
鸞

山
､
月
俸
､
桃
源
､
及
び
唐
等
柴
な
り
｡

と
記
し
て
い
る
よ
う
に
､
雪
館
を
説
明
す
る
た
め
に
､
鸞
山
た
ち
と
と
も
に
月
俸

を
わ
ざ
わ
ざ
挙
げ
て
い
る
の
は
､
月
俸
が
､
雪
館
門
を
代
表
す
る
高
弟
の
ひ
と
り
で

あ
り
､
な
お
か
つ
､
ひ
と
と
お
り
の
盛
名
あ
る
い
は
雪
館
を
上
回
る
名
声
を
得
て
い

た
こ
と
を
も
の
が
た
る
証
左
と
い
え
よ
う
｡

雪
館
は
､
講
書
に
よ
る
と
､
雪
舟
お
よ
び
宋
元
明
画
風
を
取
り
入
れ
た
と
こ
ろ
に

様
式
的
特
徴
が
あ
る
｡
そ
れ
が
､
初
期
の
月
俸
画
の
形
成
に
何
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ

し
た
可
能
性
は
､
月
俸
の
画
風
展
開
史
の
初
期
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
､
留
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画僧月俸の同時代評価についての文献的検討

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
で
あ
る
｡

江
戸
増
上
寺
で
の
修
行
を
終
え
た
月
俸
は
､
役
僧
と
な
っ
て
京
都
知
恩
院
に
移
る
｡

角
田
九
華
『
近
世
叢
語
』
(
巻
八
)

が
掲
げ
る
簡
略
な
月
俸
伝
歴
に
､
円
山
応
挙
と

の
関
連
が
示
さ
れ
て
い
る
｡

僧
月
仙
修
浄
土
教
､
住
伊
勢
寂
照
寺
､
噂
蓋
､
従
囲
山
應
撃
撃
､
後
倣
雪
舟
筆
意
､

以
冨
山
水
人
物
､
名
顛
四
方
､
請
求
者
不
絶
､
以
是
致
柴
巨
寓
､
以
其
貪
鏡
甚
､
人

或
讃
之
､
及
晩
建
山
門
､
修
彿
殿
､
虞
員
経
疏
､
振
救
重
民
､
臨
死
遺
言
､
又
納
金

於
官
､
以
備
振
救
､
於
是
人
始
服
焉
､
文
化
六
年
寂
､
年
八
十
九
｡

文
中
に
あ
る
｢
従
囲
山
應
撃
撃
､
後
倣
雪
舟
筆
意
｣
は
､
江
戸
で
雪
館
か
ら
雪
舟

流
の
画
風
を
学
ん
だ
あ
と
京
都
に
移
っ
た
と
す
る
現
在
の
伝
略
研
究
上
の
周
知
事
項

と
の
あ
い
だ
に
厳
酷
を
き
た
す
こ
と
に
な
り
､
い
さ
さ
か
資
料
的
な
信
頼
性
を
損
な
っ

て
は
い
る
が
､
応
挙
に
入
門
し
て
学
ん
だ
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
点
で
は
貴
重
な

情
報
源
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

幕
末
の
文
人
清
官
秀
堅
は
､
そ
の
著
『
雲
個
所
見
略
侍
』
(
安
政
六
年
)

で
､
応

挙
に
長
文
を
割
い
て
い
る
な
か
に
有
力
な
弟
子
の
名
を
列
挙
し
て
い
る
｡

弟
子
長
澤
塵
雪
､
駒
井
子
艶
､
山
跡
鶴
嶺
､
渡
遠
南
岳
､
森
徹
山
､
山
口
素
淘
､
絢
､

僧
月
仙
等
､
最
焉
巨
撃
云
｡

長
澤
虐
雪
を
筆
頭
に
渡
通
商
岳
･
山
口
素
絢
な
ど
今
日
応
挙
の
有
力
な
門
弟
と
し

て
知
ら
れ
る
画
人
た
ち
と
並
ん
で
月
俸
の
名
も
現
れ
る
が
､
｢
巨
撃
｣

つ
ま
り
弟
子

中
も
っ
と
も
優
れ
た
画
人
の
ひ
と
り
に
月
俸
も
加
え
ら
れ
て
い
る
点
に
は
留
意
し
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

い
っ
ぽ
う
『
画
乗
要
略
』
(
白
井
華
陽
)

は
､
月
俸
の
与
謝
蕪
村
師
事
を
挙
げ
て

い
る
｡

月僻

名
玄
瑞
字
玉
成
､
住
伊
勢
寂
照
寺
､
初
学
横
井
雪
閲
後
法
元
明
古
蹟
参
以
蕪

村
自
出
機
軸
､
最
長
山
水
人
物
四
方
垂
之
､
識
者
惜
其
格
随
､
然
身
在
偏
邸
之
地
馳

名
於
海
内
不
亦
侍
乎
｡

梅
泉
日
､
月
償
輿
呉
月
渓
同
蓋
妙
法
院
親
王
屏
障
､
終
日
経
営
迫
暮
蹄
､
蹄
則
又

有
乞
屏
風
童
者
左
手
執
燭
右
手
毒
立
成
､
有
生
意
(
註
1
0
)
｡

桜
井
雪
館
に
就
き
､
さ
ら
に
元
明
の
古
画
を
学
び
､
後
に
与
謝
蕪
村
に
参
じ
て
新

機
軸
を
出
し
た
｡
｢
参
｣

に
は
､
目
上
の
人
に
会
う
､
あ
る
い
は
仲
間
に
加
わ
る
と

い
っ
た
語
義
が
あ
る
｡
華
陽
が
ど
の
よ
う
な
謂
で
使
用
し
た
の
か
は
判
然
と
し
な
い

が
､
門
下
に
入
る
と
い
っ
た
､
強
固
な
師
弟
関
係
を
結
ぶ
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
は

異
な
り
､
む
し
ろ
私
淑
程
度
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
た
め
､
こ
の
語
を
意
図
的

に
選
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
｡
白
井
華
陽
は
､
応
挙
と
の
関
連
に
は
特
に
触
れ
て
い

な
い
が
､
応
挙
の
高
弟
の
ひ
と
り
で
あ
る
東
雪
を
扱
っ
た
別
項
で
､
同
じ
く
応
挙
門

下
で
あ
っ
た
川
村
文
鳳
と
三
者
を
比
較
し
て
お
り
､
月
俸
が
応
挙
門
の
一
員
で
あ
っ

た
と
い
う
認
識
は
得
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

(
註
1
1
)
｡
と
も
あ
れ
､
蕪
村
と
の
関

連
は
､
『
画
乗
要
略
』
が
指
摘
す
る
の
み
で
､
信
頼
す
べ
き
同
時
代
資
料
を
欠
く
が
､

画
風
か
ら
判
断
す
る
と
(
註
1
2
)
､
蕪
村
画
学
習
の
成
果
は
､
応
挙
の
影
響
と
と
も

に
､
月
俸
様
式
確
立
に
大
き
く
寄
与
し
た
可
能
性
は
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

さ
て
､
以
上
の
資
料
検
討
か
ら
総
括
的
に
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
と
し
て
は
､
月
俸

が
､
習
画
お
よ
び
様
式
形
成
の
過
程
で
､
桜
井
雪
館
､
円
山
応
挙
､
与
謝
蕪
村
に
師

事
な
い
し
私
淑
し
､
元
明
古
画
を
研
究
し
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
習
画
段
階
を
経
て
後
に
到
達
し
た
月
俸
画
の
様
式
傾
向
を
論
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画
家
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
み
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡

前
掲
『
近
世
逸
人
画
史
』
で
岡
田
樗
軒
は
､
画
を
雪
館
に
学
ん
だ
あ
と
｢
其
奮
套

を
脱
し
て
自
ら
一
家
を
な
｣
し
､
｢
其
蓋
法
諸
家
の
華
を
採
｣

っ
た
と
語
っ
て
い
る
｡

初
期
の
雪
館
画
風
か
ら
の
脱
却
を
遂
げ
て
一
家
を
な
し
た
と
き
､
そ
の
画
風
は
諸
家

の
風
を
｢
草
｣
す
な
わ
ち
よ
い
と
こ
ろ
を
綜
合
し
た
も
の
と
な
っ
た
と
い
う
｡
ま
た
､

『
蓋
乗
要
略
』
は
､
さ
ら
に
蕪
村
に
｢
参
｣
じ
て
新
機
軸
を
出
し
た
と
指
摘
す
る
が
､

雪
舟
を
奉
じ
る
雪
館
の
北
宗
画
に
対
し
て
､
こ
れ
は
南
宗
画
へ
の
接
近
を
も
の
が
た

る｡

こ
の
よ
う
に
南
北
二
宗
に
跨
る
月
俸
を
､
南
宗
画
と
北
宗
画
の
対
立
軸
の
な
か
で

捉
え
よ
う
と
す
る
論
画
家
も
現
れ
た
｡
そ
の
ひ
と
り
森
島
長
志
は
､
画
論
『
欒
碍
腹

話
』
に
｢
南
北
合
法
｣
と
い
う
一
項
を
設
け
て
蕪
村
と
月
俸
を
比
較
す
る
｡

南
北
合
法

本
邦
近
世
ノ
蓋
ニ
モ
京
都
ノ
謝
蕪
村
､
本
州
ノ
僧
月
僻
ナ
ド
ノ
如
キ
ハ
人
或
ハ
是

ヲ
南
宗
卜
云
ヒ
､
又
ハ
北
宗
二
近
シ
ナ
ド
評
シ
定
論
モ
無
シ
､
イ
カ
様
ニ
モ
北
宗
カ

ト
ス
レ
バ
北
宗
卜
云
フ
ベ
キ
ニ
モ
ア
ラ
ズ
､
又
南
宗
二
収
メ
ン
ト
ス
レ
バ
南
宗
ノ
風

韻
モ
乏
シ
ク
誠
二
繭
可
ノ
蓋
卜
云
フ
ベ
シ
｡
然
レ
ド
モ
熟
考
ス
ル
ニ
何
レ
モ
能
妙
ニ

シ
テ
強
チ
ニ
北
宗
卜
卑
ム
ベ
キ
ニ
モ
非
ズ
､
先
ハ
南
宗
ナ
レ
ド
モ
其
ノ
中
ニ
シ
テ
北

宗
ニ
モ
近
シ
ト
云
フ
ベ
シ
､
…
…
(
中
略
)
…
…
併
シ
此
等
醇
乎
タ
ル
南
宗
ニ
ハ
及

ブ
ベ
カ
ラ
ザ
レ
ド
モ
､
院
健
二
此
ス
レ
バ
高
々
風
致
ア
リ
ト
謂
フ
ベ
シ

(
以
下
略
)

｢
本
州
｣
と
は
､
筆
者
長
志
の
住
む
伊
勢
国
を
指
す
｡
長
志
が
江
戸
絵
画
を
代
表

す
る
画
人
蕪
村
と
も
ど
も
月
俸
を
取
り
上
げ
た
の
は
､
同
郷
の
親
近
感
も
手
伝
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
｡
い
ず
れ
に
せ
よ
､
蕪
村
と
月
俸
を
南
宗
と
す
る
人
も
あ
れ
ば
､

む
し
ろ
北
宗
と
す
べ
き
で
あ
り
､
南
宗
に
し
て
は
風
韻
に
欠
け
る
と
み
る
人
も
あ
り
､

結
局
｢
両
可
｣
す
な
わ
ち
ど
ち
ら
と
も
定
め
が
た
い
､
と
い
う
よ
う
に
判
断
を
避
け

て
い
る
｡
そ
し
て
蕪
村
も
月
俸
も
南
北
い
ず
れ
と
も
決
め
が
た
い
か
ら
｢
南
北
合
法
｣
､

つ
ま
り
南
宗
と
北
宗
を
兼
併
す
る
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
｡

一
方
で
非
南
宗
と
み
る
見
解
も
あ
る
が
､
む
し
ろ
こ
ち
ら
の
は
う
が
一
般
的
で
あ

り
､
作
品
を
様
式
的
に
検
討
し
た
場
合
も
妥
当
性
は
高
い

(
註
1
3
)
｡
『
近
世
名
家
書

蓋
談
二
編
』
所
載
の

｢
僧
月
傍
が
蓋
事
｣

に
示
さ
れ
た
安
西
雲
煙
の
見
解
は
非
南
宗

と
み
る
例
の
ひ
と
つ
で
あ
る
｡

伊
勢
寂
照
寺
僧
月
傾
が
蓋
識
者
其
格
の
随
を
議
す
る
と
い
へ
共
､
元
来
北
宗
法
よ

り
出
で
ゝ
唐
末
以
来
南
宗
に
比
し
て
は
格
卑
し
と
文
士
の
云
虞
な
り
｡
…
…
(
中
略
)

…
…
こ
ゝ
に
於
て
文
人
輩
南
宗
の
大
雅
蕪
郁
を
以
て
相
配
比
し
､
格
卑
し
と
い
ふ
論

を
聾
す
､
是
は
天
然
の
品
格
に
し
て
大
雅
蕪
邸
は
神
逸
の
場
な
り
､
是
一
犬
の
嘘
寓

犬
侍
ふ
の
な
ら
ひ
､
い
つ
し
か
月
仙
を
彼
南
宗
輩
に
く
ら
べ
て
随
む
る
に
至
る
べ
し
､

何
ぞ
飴
の
蓋
家
と
ひ
と
し
く
目
す
べ
け
ん
や
｡
…
…
(
中
略
)
…
…
比
格
又
凡
筆
の

及
ぶ
庭
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
｡
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月
俸
は
そ
も
そ
も
北
宗
な
の
だ
か
ら
､
そ
の
卑
体
を
､
池
大
雅
や
蕪
村
ら
南
宗
画

人
と
等
し
く
扱
お
う
と
す
る
こ
と
自
体
が
間
違
い
で
あ
る
､
と
い
う
の
が
雲
煙
の
見

解
で
あ
る
｡
お
そ
ら
く
当
時
､
月
俸
を
大
雅
や
蕪
村
と
比
較
す
る
論
議
が
喧
し
か
っ

た
こ
と
が
､
こ
の
よ
う
な
言
及
を
意
図
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
当
時
の
典
型
的
な
尚

南
腔
北
論
的
立
場
か
ら
の
立
論
で
は
あ
る
が
､
凡
筆
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
と
援

護
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
な
い
｡
卓
抜
な
画
技
の
持
ち
主
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き

な
い
事
実
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

さ
て
本
章
で
は
､
以
上
の
よ
う
に
､
資
料
の
検
証
を
通
し
て
月
俸
の
画
歴
と
画
風

を
み
て
き
た
が
､
複
数
に
わ
た
る
師
承
関
係
の
構
築
や
元
明
古
画
の
学
習
に
よ
っ
て



画僧月俸の同時代評価についての文献的検討

多
種
多
様
な
様
式
を
学
ん
で
綜
合
す
る
諸
派
兼
学
の
習
画
姿
勢
が
月
俸
の
様
式
形
成

の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
こ
う
し
た
習
画
姿
勢
や
様
式
形
成
の
過
程

は
､
今
日
､
江
戸
後
期
画
壇
を
大
き
く
特
徴
づ
け
る
も
の
と
い
わ
れ
る
｡
そ
の
代
表

者
が
谷
文
晃
で
あ
る
が
､
二
〇
年
を
越
え
る
年
齢
差
を
考
慮
す
る
と
､
そ
の
先
駆
的

位
置
に
月
俸
を
置
く
こ
と
も
可
能
と
な
る
｡

O
｢
新
裁
｣
･
｢
新
意
｣
･
｢
奇
格
｣

月
俸
様
式
の
特
徴

前
章
で
は
､
同
時
代
資
料
を
通
し
て
､
主
と
し
て
月
俸
の
師
弟
関
係
か
ら
様
式
形

成
の
過
程
を
辿
る
こ
と
を
試
み
た
が
､
そ
れ
を
承
け
て
本
章
で
は
､
当
時
､
主
と
し

て
他
の
画
人
や
論
画
家
か
ら
月
俸
の
画
が
ど
の
よ
う
な
評
価
を
受
け
て
い
た
か
に
つ

い
て
､
や
は
り
同
時
代
資
料
を
通
し
て
考
察
を
進
め
て
い
く
｡

江
戸
時
代
後
期
を
代
表
す
る
文
人
画
家
で
あ
り
､
論
画
家
と
し
て
も
卓
抜
な
識
見

を
も
っ
て
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
田
能
村
竹
田
は
､
そ
の
主
著
の
ひ
と
つ
『
山
中
人

鏡
舌
』
の
な
か
で
､
月
俸
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
｡

浄
土
門
僧
也
､
住
勢
州
寂
照
寺
､
蓋
山
水
人
物
､
一
時
名
謀
四
考
請
求
者
薗
至
､

嘗
拝
雇
際
､
夜
以
継
目
､
致
柴
巨
寓
､
晩
年
建
山
門
修
彿
殿
､
虞
頁
経
疏
､
振
救
貧

民
､
退
迩
頗
遍
焉
､
今
観
仙
董
､
人
物
簡
而
疎
朗
､
無
迫
塞
虞
､
難
困
多
作
漸
致
精

熟
又
是
天
趣
､
比
諸
時
輩
過
異
｡
〔
仙
以
貪
鏡
落
撃
債
､
死
後
以
其
納
金
於
官
､
以

備
振
救
､
人
始
服
焉
､
亦
奇
僧
也
､
人
詰
責
､
仙
必
題
自
作
之
詩
日
､
避
人
題
意
詩

也〕

仙
同
門
有
恢
應
者
､
住
江
戸
之
彿
心
院
増
上
寺
子
院

竹
田
の
語
る
と
こ
ろ
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
｡

月
俸
は
､
浄
土
宗
の
僧
で
あ
り
､
勢
州
す
な
わ
ち
伊
勢
国
の
寂
照
寺
に
住
し
た
｡

山
水
人
物
を
描
き
､
一
時
そ
の
名
は
あ
ら
ゆ
る
方
面
で
騒
が
れ
た
｡
そ
の
絵
を
求
め

る
者
が
群
が
り
集
ま
り
､
筆
を
揮
っ
て
書
画
を
描
く
に
当
た
っ
て
は
､
夜
を
日
に
継

ぎ
､
財
産
は
巨
万
に
到
っ
た
｡
晩
年
山
門
を
建
て
仏
殿
を
修
築
し
､
広
く
教
典
を
買

い
求
め
､
貧
民
を
救
済
す
る
こ
と
､
遠
近
を
問
わ
ず
遍
く
行
き
渡
っ
て
い
た
｡
い
ま

月
俸
の
画
を
み
る
と
､
人
物
は
簡
潔
で
お
お
ら
か
で
あ
り
､
せ
せ
こ
ま
し
い
と
こ
ろ

が
な
い
｡
多
作
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
熟
達
の
域
に
達
し
た
と
は
い
っ
て
も
ま
た
こ
こ

に
天
趣
が
あ
る
｡
そ
の
時
代
の
諸
画
人
と
比
べ
て
大
き
く
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

〔
月
俸
は
銭
を
貪
っ
て
そ
の
声
価
を
落
と
し
た
｡
死
後
得
た
金
を
官
に
納
め
て
救
済

に
備
え
た
｡
ひ
と
び
と
は
そ
こ
で
は
じ
め
て
敬
服
し
た
｡
奇
僧
と
い
う
べ
き
で
あ
る
｡

人
が
画
を
求
め
る
と
､
月
俸
は
必
ず
自
作
の
詩
を
題
し
た
｡
他
人
の
悪
詩
を
避
け
る

た
め
で
あ
る
｡
〕
月
俸
の
同
門
に
恢
鷹
と
い
う
も
の
が
い
た
｡
江
戸
の
仏
心
院
に
住

ん
で
い
た
｡
増
上
寺
の
子
院
で
あ
る
｡

こ
の
一
文
は
､
月
俸
に
対
す
る
同
時
代
評
と
し
て
は
､
現
在
の
研
究
段
階
か
ら
み

て
も
っ
と
も
基
準
的
な
も
の
と
い
え
､
歴
史
的
事
実
と
の
敵
酷
も
み
ら
れ
な
い
｡
竹

田
の
指
摘
に
従
え
ば
､
次
の
諸
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡
(
一
)

浄
土
宗
の

僧
で
あ
っ
た
｡
(
二
)
伊
勢
国
に
住
し
た
｡
(
三
)

山
水
画
と
人
物
画
に
秀
で
た
｡

(
四
)
地
方
在
住
で
あ
っ
た
が
一
時
全
国
に
声
望
が
上
が
っ
た
｡
(
五
)

そ
の
画
風
の

特
徴
｡
(
六
)
多
作
で
あ
っ
た
｡
(
七
)
画
料
を
も
と
に
巨
万
の
富
を
得
て
伽
藍
を
復

興
し
､
教
典
を
修
復
し
､
さ
ら
に
貧
民
救
済
に
当
て
た
｡

竹
田
は
､
二
面
か
ら
月
俸
の
姿
が
捉
え
て
い
る
の
が
わ
か
る
｡
一
面
は
､
(
三
)

(
四
)

(
五
)

(
六
)
が
示
す
画
人
と
し
て
の
月
俸
､
も
う
一
面
は
､
(
一
)

(
七
)

が

示
す
よ
う
に
､
荒
廃
し
た
伽
藍
を
復
興
し
､
貧
民
救
済
に
力
を
尽
く
し
た
徳
僧
と
し

て
の
側
面
で
あ
る
｡
そ
の
二
面
は
一
見
無
関
係
に
見
え
る
が
､
(
六
)

の
多
作
が
(
七
)

の
伽
藍
復
興
と
貧
民
救
済
を
可
能
に
し
た
点
で
､
不
即
不
離
の
関
係
に
あ
っ
た
｡
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さ
て
竹
田
の
み
る
と
こ
ろ
で
は
､
月
俸
は
山
水
画
と
人
物
画
を
得
意
と
し
､
な
か

ん
ず
く
人
物
の
表
現
に
月
俸
な
ら
で
は
の
画
風
的
特
質
が
よ
く
発
揮
さ
れ
た
と
い
う
｡

そ
の
人
物
表
現
は
､
｢
人
物
簡
而
疎
朗
､
無
迫
塞
虞
､
難
因
多
作
漸
致
精
熟
又
是
天

趣
､
比
諸
時
輩
過
異
｡
｣
す
な
わ
ち
､
｢
簡
而
疎
朗
｣
=
簡
潔
で
お
お
ら
か
で
あ
り
､

｢
無
迫
塞
虞
｣
=
せ
せ
こ
ま
し
い
と
こ
ろ
が
な
い
､
と
い
う
特
徴
を
も
っ
て
い
た
｡

そ
し
て
そ
れ
は
多
作
に
よ
っ
て
熟
達
の
域
に
達
し
た
｡
｢
簡
而
疎
朗
｣
･
｢
無
迫
塞

虞
｣
と
い
う
画
風
に
対
す
る
評
言
は
､
｢
多
作
｣
と
い
う
指
摘
と
と
も
に
､
実
作
品

を
検
討
す
る
と
き
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
｡
竹
田
は
次
い
で
｢
比

諸
時
輩
過
異
｣
と
述
べ
､
月
俸
の
人
物
表
現
が
同
時
代
に
類
を
み
な
い
特
徴
的
な
画

風
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
が
､
こ
れ
も
留
意
す
べ
き
点
と
し
て
明
記
し
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

と
こ
ろ
で
『
山
中
人
饅
舌
』
に
は
も
う
ひ
と
つ
､
月
俸
の
名
が
登
場
す
る
項
目
が

あ
る
｡

溌
墨
不
惜
､
谷
子
文
伍
乎
､
僧
月
仙
反
此
､
痩
筆
乾
擦
､
後
用
淡
墨
少
湊
合
之
､

蓋
谷
子
大
存
古
法
､
至
月
仙
専
出
新
裁
､
古
法
全
轟

こ
れ
は
､
谷
文
伍
す
な
わ
ち
谷
文
晃
(
一
七
六
三
～
一
八
四
〇
)

に
つ
い
て
語
っ

た
項
目
で
あ
る
｡
江
戸
後
期
画
壇
の
大
家
と
し
て
知
ら
れ
る
文
晃
に
対
し
て
､
逸
名

に
近
い
月
俸
を
､
そ
の
画
風
比
較
の
対
象
と
し
て
わ
ざ
わ
ざ
持
ち
出
し
た
竹
田
の
認

識
は
今
日
的
観
点
か
ら
す
る
と
意
外
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
｡
｢
撥
墨
惜
ま
ざ

る
｣
用
筆
連
動
な
文
晃
と
は
対
照
的
に
､
｢
痩
筆
乾
擦
､
後
淡
墨
を
用
｣

い
て
湊
合

(
総
合
)
し
た
と
い
う
草
々
と
し
た
筆
墨
に
月
俸
の
画
風
の
特
徴
が
あ
る
､
と
竹
田

は
指
摘
す
る
｡
前
の
引
用
文
で
｢
簡
而
疎
朗
｣
･
｢
無
迫
塞
虞
｣
と
感
覚
的
な
表
現

で
指
摘
し
た
筆
墨
の
特
質
を
､
こ
こ
で
は
｢
痩
筆
乾
擦
｣
と
技
法
的
な
用
語
に
換
え

て
指
摘
し
て
い
る
｡
竹
田
の
指
摘
で
も
う
ひ
と
つ
着
目
す
べ
き
は
､
文
晃
の
画
に

｢
古
法
｣
が
あ
る
の
に
対
し
て
､
月
俸
は
､
｢
新
裁
｣

を
も
っ
ぱ
ら
に
し
て
お
り
､

｢
古
法
｣
が
ま
っ
た
く
尽
き
て
い
る
､
と
い
う
点
で
あ
る
｡
こ
れ
は

｢
比
諸
時
輩
過

異
｣
と
い
う
前
引
用
文
の
一
項
と
も
関
連
づ
け
て
考
え
る
▼
｣
と
も
で
き
る
が
､
文
晃

が
古
今
和
漢
(
あ
る
い
は
洋
も
加
え
る
べ
き
)

の
諸
派
を
綜
合
し
て
い
わ
ゆ
る
諸
派

兼
学
の
典
型
を
示
し
た
の
に
対
し
て
､
全
く
独
自
の
画
風
を
打
ち
立
て
た
と
い
う
点

で
､
月
俸
を
､
文
晃
と
は
対
極
に
位
置
す
る
画
人
で
あ
る
と
竹
田
は
見
立
て
て
､
論

旨
の
構
築
に
利
用
し
た
の
で
あ
る
｡
し
か
し
､
と
る
に
足
ら
な
い
泡
沫
的
存
在
で
は

な
く
､
本
著
の
読
者
､
す
な
わ
ち
当
時
の
文
人
た
ち
が
､
比
較
の
対
象
に
相
応
し
い

と
互
い
に
認
め
合
え
る
画
人
で
な
け
れ
ば
､
利
用
さ
れ
る
こ
と
ば
な
か
っ
た
は
ず
で

あ
る
｡

月
俸
は
､
文
晃
の

｢
古
法
｣

の
も
つ
伝
統
的
文
化
的
重
み
を
強
調
す
る
た
め
の
比

較
対
象
と
し
て
､
こ
の
場
合
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
｡
古
法
を
保
持
し
､
伝
統
の

正
嫡
と
も
い
う
べ
き
文
晃
に
よ
り
高
い
評
価
が
与
え
ら
れ
る
の
が
当
時
と
し
て
は
一

般
常
識
で
あ
ろ
う
が
､
し
か
し
｢
古
法
｣

に
対
峠
で
き
る
｢
新
裁
｣

の
保
持
者
と
し

て
､
当
時
江
戸
画
壇
の
大
立
者
と
い
わ
れ
た
文
晃
に
比
肩
す
る
地
位
を
奇
し
く
も
竹

田
が
与
え
た
､
と
い
う
点
で
は
､
月
俸
の
重
要
性
を
言
外
に
認
め
て
い
る
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
｡
作
品
評
価
の
問
題
如
何
は
さ
て
お
き
､
知
名
度
に
関
し
て
み
れ
ば
､

当
時
､
少
な
く
と
も
両
者
の
あ
い
だ
に
現
代
に
於
け
る
ほ
ど
の
落
差
は
な
か
っ
た
､

と
は
い
え
よ
う
｡
と
も
あ
れ
､
文
晃
の

｢
古
法
｣

に
対
し
て
､
｢
新
裁
｣

と
い
う
評

言
を
月
俸
画
を
特
徴
化
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
､
竹
田
が
用
い
た
と
い
う
こ
と
を

と
り
あ
え
ず
こ
こ
で
は
確
認
し
て
お
き
た
い
｡

月
俸
に
は
著
作
が
複
数
あ
る
が
､
そ
の
な
か
で
美
術
史
上
重
要
な
も
の
は
､
安
永

九
年
(
一
七
八
〇
)

に
上
梓
し
た
『
列
仙
図
賛
』
三
巻
で
あ
る
｡
『
列
仙
図
賛
』
は
､

中
国
で
明
代
に
出
版
さ
れ
た
挿
絵
入
り
の
王
世
貞
『
有
像
列
仙
全
伝
』

の
テ
ク
ス
ト
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画僧月俸の同時代評価についての文献的検討

を
も
と
に
月
俸
が
独
自
の
画
を
入
れ
た
も
の
で
､
当
時
図
像
集
と
し
て
普
及
し
､
粉

本
と
し
て
も
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
｡

そ
の
上
梓
に
あ
た
っ
て
は
､
京
都
相
国
寺
の
僧
大
典
(
謹
顕
常
､
字
梅
荘
･
一
七

一
九
～
一
八
〇
一
)
が
､
序
を
寄
せ
て
い
る
｡
大
典
は
､
上
梓
に
先
立
つ
安
永
八
年

(
一
七
七
九
)

に
は
相
国
寺
の
第
百
十
三
世
の
法
嗣
を
継
い
で
い
た
が
､
学
僧
文
人

と
し
て
知
ら
れ
､
伊
藤
若
沖
の
知
友
と
し
て
も
､
江
戸
絵
画
史
上
､
欠
か
す
こ
と
の

出
来
な
い
存
在
で
あ
る
｡
月
俸
と
も
旧
知
の
間
柄
で
､
月
俸
の
住
す
る
伊
勢
山
田
の

寂
照
寺
を
訪
れ
新
造
な
っ
た
経
蔵
に
扁
額
を
揮
毒
す
る
な
ど
､
親
し
い
交
わ
り
を
重

ね
た
｡
次
は
､
『
列
仙
図
賛
』
に
寄
せ
た
大
典
の
序
(
註
1
4
)

の
〓
即
で
あ
る
｡

月
仙
上
人
､
修
道
の
暇
､
絵
事
を
好
み
､
興
到
れ
ば
則
ち
山
水
草
木
人
を
之
れ
物

に
与
す
｡
皆
一
毛
端
に
之
を
発
す
｡
又
詩
を
好
み
､
毎
に
余
の
詩
を
説
く
を
聞
く
也
､

則
ち
幽
遠
雅
逸
之
思
､
典
麗
風
流
の
致
､
詩
の
声
な
る
所
､
以
て
諸
を
色
に
発
せ
し

め
､
通
す
こ
と
無
し
｡
故
に
上
人
の
画
は
､
其
れ
人
の
画
に
異
な
れ
り
｡
間
者
､
列

仙
の
伝
を
読
み
､
其
の
故
図
を
換
へ
､
出
す
に
新
意
を
以
て
し
､
一
一
に
其
の
状
態

を
描
し
､
且
つ
冠
す
る
に
短
言
を
以
て
す
｡
亦
た
修
道
の
遊
戯
と
云
ふ
｡

月
俸
は
､
修
道
の
か
た
わ
ら
､
絵
を
好
み
､
興
に
乗
じ
て
絵
を
措
き
､
ま
た
詩
を

好
み
､
大
典
と
詩
談
に
及
ん
だ
｡
こ
れ
を
大
典
は
､
｢
修
道
の
遊
戯
｣
と
評
す
る
｡

｢
則
ち
幽
遠
雅
逸
之
思
､
典
麗
風
流
の
致
､
詩
の
声
な
る
所
､
以
て
諸
を
色
に
発
せ

し
め
…
…
｣
は
､
月
俸
の
詩
画
一
致
の
文
人
と
認
め
､
文
事
を
と
も
に
す
る
雅
友
と

し
て
過
し
て
い
た
こ
と
を
も
の
が
た
る
｡

山
水
お
よ
び
人
物
を
｢
皆
一
毛
端
に
之
を
発
｣
し
た
と
い
う
評
言
は
､
竹
田
が
い

う
｢
簡
而
疎
朗
｣
･
｢
無
迫
塞
庭
｣
を
換
言
し
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
､

こ
の
一
節
に
お
い
て
､
も
っ
と
も
着
目
す
べ
き
は
｢
新
意
｣
と
い
う
言
葉
で
あ
ろ
う
｡

『
列
仙
図
賛
』
に
お
け
る
人
物
表
現
は
確
か
に
原
典
と
さ
れ
る
『
有
像
列
仙
伝
』

の

図
像
表
現
と
は
趣
を
著
し
く
異
に
し
て
い
る
｡
｢
其
の
故
図
を
換
へ
､
出
す
に
新
意

を
以
て
し
｣
と
い
う
一
節
は
､
『
有
像
列
仙
全
伝
』
の
図
像
を
､
月
俸
が
独
自
様
式

の
図
像
に
置
き
換
え
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
思
わ
れ
る
が
､
そ
の
様
式
的
独
自
性
を

他
に
な
い
｢
新
意
｣
に
基
づ
く
も
の
と
大
典
は
み
た
の
で
あ
る
｡
大
典
の
い
う
｢
新

意
｣
は
､
『
列
仙
図
賛
』
の
人
物
表
現
を
指
し
て
語
ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
が
､
本
画

に
対
し
て
も
､
｢
上
人
の
画
は
､
其
れ
人
の
画
に
異
な
れ
り
｡
｣
と
序
で
述
べ
て
お
り
､

竹
田
の
い
う
｢
新
裁
｣
に
等
し
い
評
価
を
大
典
も
下
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
し

た
が
っ
て
｢
新
意
｣
は
､
｢
新
裁
｣
と
と
も
に
月
俸
画
の
様
式
的
本
質
に
関
わ
る
キ
ー

ワ
ー
ド
と
し
て
留
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

月
俸
画
の
特
質
を
探
る
た
め
の
資
料
と
し
て
､
以
上
の
よ
う
に
田
能
村
竹
田
と
大

典
の
文
章
を
取
り
上
げ
た
が
､
彼
ら
の
い
う
｢
新
裁
｣
｢
新
意
｣
と
は
異
な
っ
た
評

言
で
あ
り
な
が
ら
､
同
じ
よ
う
に
月
俸
画
の
特
質
を
端
的
に
表
す
評
言
が
は
か
に
も

あ
る
｡
次
は
､
白
井
華
陽
『
蓋
乗
要
略
』
巻
四
の
冒
頭
で
あ
る
｡

北
汀
先
生
日
､
昇
平
己
久
文
運
大
関
良
工
准
踵
而
出
､
囲
山
應
撃
以
研
麗
精
粋
動

一
時
､
岸
同
功
以
遵
壮
姦
落
相
敵
､
於
是
平
安
之
責
格
分
焉
二
派
失
､
呉
月
渓
水
墨

秀
潤
新
奇
自
振
､
蓋
此
三
子
者
不
譲
於
古
之
人
也
､
月
債
出
奇
格
､
産
雪
文
鳳
尚
狂

佑
､
文
晃
之
水
墨
秀
逸
､
源
埼
文
鳴
之
設
色
精
微
､
南
岳
豊
彦
義
董
之
軽
繊
秀
麗
､

景
文
卓
堂
之
娠
嬢
清
潤
､
皆
可
奇
栴
也
､
凡
古
今
立
一
派
栴
大
家
者
皆
出
天
性
､
故

筆
端
自
然
奪
造
化
功
超
凡
入
聖
､
所
以
冠
首
代
而
名
後
世
也
､
事
摸
擬
専
譜
格
之
輩

豊
所
能
窺
也
哉
｡

華
陽
は
､
師
の
呉
北
汀
(
註
1
5
)

の
言
を
借
り
て
､
虐
雪
や
川
村
文
鳳
の
｢
狂
催
｣
､

文
晃
の

｢
水
墨
秀
逸
｣
あ
る
い
は
源
碕
･
奥
文
鳴
の

｢
設
色
精
微
｣
等
々
と
比
較
し
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て
､
月
俸
は
｢
奇
格
｣
を
出
し
た
と
書
い
て
い
る
の
が
そ
の
一
例
で
あ
る
｡
｢
奇
格
｣

が
具
体
的
に
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
は
明
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
､
た

と
え
ば
文
晃
に
対
す
る
｢
水
墨
秀
逸
｣
と
い
う
評
言
と
対
比
す
る
な
ら
､
古
法
を
捨

て
た
｢
新
裁
｣
｢
新
意
｣
あ
る
い
は
｢
比
諸
時
輩
過
異
｣
｢
其
れ
人
の
画
に
異
な
れ
り
｣

と
い
っ
た
､
竹
田
や
大
典
の
評
言
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
､
容
易
に

理
解
さ
れ
る
｡

さ
て
本
章
で
は
､
同
時
代
の
画
人
の
画
論
を
取
り
上
げ
､
月
俸
の
画
が
ど
の
よ
う

な
評
価
を
受
け
て
い
た
か
に
つ
い
て
ひ
と
と
お
り
眺
め
て
み
た
｡
取
り
上
げ
た
資
料

の
措
く
月
俸
の
画
風
､
画
に
対
す
る
評
価
な
ど
を
こ
こ
で
整
理
し
て
お
き
た
い
｡

月
俸
は
山
水
画
･
人
物
画
を
得
意
と
し
た
が
､
そ
の
画
風
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
か
と
い
う
と
､
｢
簡
而
疎
朗
｣
･
｢
無
迫
塞
虞
｣
(
竹
田
)
あ
る
い
は
｢
皆
一

毛
端
に
之
を
発
｣
(
大
典
)
す
と
い
う
よ
う
に
､
筆
は
速
筆
､
形
態
は
簡
明
､
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
｡

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
速
筆
簡
明
な
技
巧
的
画
法
は
､
月
俸
の
個
人
様
式
と
よ
べ
る

段
階
に
ま
で
発
展
し
国
有
化
し
た
が
､
こ
う
し
て
成
立
し
た
月
俸
様
式
こ
そ
が
､
当

時
､
竹
田
に
よ
る
｢
新
裁
｣
､
大
典
に
よ
る
｢
新
意
｣
あ
る
い
は
華
陽
が
い
う

｢奇

格
｣
と
い
う
評
言
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
こ
の
様
式
は
､
月
俸
の
同
時
代
人

で
あ
り
､
そ
の
時
代
を
代
表
す
る
画
人
と
し
て
も
て
は
や
さ
れ
た
谷
文
晃
の
｢
古
法
｣

と
鋭
く
対
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
｡

こ
う
し
て
生
ま
れ
た
月
俸
様
式
は
､
広
い
人
気
を
獲
得
し
た
｡
そ
れ
を
､
岡
田
樗

軒
は
『
近
世
逸
人
画
史
』
(
註
1
6
)

で
｢
世
人
其
蓋
を
渇
望
す
る
事
早
天
の
雨
の
如

し
｣
と
書
き
留
め
て
い
る
｡
し
か
し
竹
田
の
い
う
よ
う
に
｢
一
時
名
護
四
方
､
請
求

者
薗
至
｣
す
な
わ
ち
そ
の
人
気
は
一
時
に
世
間
に
に
ぎ
わ
せ
る
大
衆
作
家
の
よ
う
な

も
の
で
､
こ
の
点
で
は
文
晃
と
は
対
立
し
な
い
｡
そ
し
て
多
作
と
そ
れ
を
可
能
に
し

た
画
格
の
低
さ
も
大
き
な
要
因
を
か
た
ち
､
づ
く
っ
て
い
る
｡
画
で
巨
万
の
富
を
蓄
え

る
な
ど
貪
僧
と
呼
ば
れ
る
一
方
で
大
典
と
詩
文
で
交
わ
る
な
ど
､
文
雅
と
市
気
･
俗

気
が
内
部
で
相
対
す
る
よ
う
な
栢
摸
す
る
人
間
像
が
現
れ
て
く
る
の
で
あ
る
｡

○
ま
と
め

安
永
三
年
(
一
七
七
四
)

三
十
四
歳
で
寂
照
寺
に
移
っ
て
か
ら
六
十
九
歳
で
示
寂

す
る
文
化
六
年
(
一
八
〇
九
)

ま
で
､
月
俸
は
伊
勢
で
暮
ら
し
た
｡
結
果
と
し
て
は

三
十
数
年
と
い
う
､
そ
れ
以
前
に
較
べ
て
圧
倒
的
に
長
い
画
歴
を
伊
勢
で
展
開
す
る

こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
､
そ
の
間
､
月
俸
は
人
物
画
･
山
水
画
を
中
心
に
駄

作
で
あ
れ
小
品
で
あ
れ
描
き
に
描
い
た
｡
特
に
晩
期
の
も
の
と
思
わ
れ
る
作
品
に
は

い
た
ず
ら
に
簡
疎
で
､
な
か
に
は
美
術
的
評
価
を
た
め
ら
わ
せ
る
よ
う
な
も
の
が
多

い
の
も
否
め
な
い
｡
多
作
が
､
竹
田
が
言
う
よ
う
に
熟
達
と
固
有
化
を
も
た
ら
し
た

こ
と
ば
事
実
で
あ
ろ
う
が
､
ま
た
い
っ
ぽ
う
で
作
品
の
質
的
価
値
に
及
ぼ
し
た
深
刻

な
弊
害
も
無
視
で
き
な
い
｡

月
俸
様
式
の
画
が
描
か
れ
た
期
間
は
､
ほ
ぼ
こ
の
伊
勢
在
住
時
代
と
重
ね
合
わ
せ

て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
三
十
数
年
に
及
ぶ
伊
勢
時
代
の
作
品
は
､
年
絶
や
印
章

の
状
態
比
較
な
ど
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
の
編
年
が
可
能
と
な
る
が
､
そ
の
展
開
の
様

相
は
著
し
く
平
坦
で
変
化
に
乏
し
く
､
も
は
や
画
風
変
遷
史
と
し
て
発
展
史
的
に
捉

え
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
｡
つ
ま
り
､
簡
疎
な
筆
墨
表
現
を
特
徴
と
す
る
月
俸
様

式
は
､
一
旦
打
ち
出
さ
れ
る
と
そ
の
進
捗
あ
る
い
は
展
開
の
加
速
度
は
急
速
に
衰
え
､

ほ
ぼ
固
定
化
さ
れ
た
様
式
が
月
俸
固
有
の
様
式
と
し
て
定
着
し
､
進
化
を
止
め
た
､

と
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
晩
年
に
至
る
と
よ
り
一
層
簡
疎
さ
が
増
す
が
､
こ
れ
に

は
制
作
能
力
･
意
欲
の
衰
え
や
竹
田
の
指
摘
す
る
多
作
が
作
用
し
た
こ
と
と
無
縁
と

い
う
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
｡

こ
う
し
た
月
俸
画
に
対
し
て
毀
誉
褒
腔
が
相
半
ば
す
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
｡
好
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意
的
な
評
価
は
す
で
に
本
論
中
に
引
用
し
た
史
料
で
す
で
に
み
た
｡
逆
に
厳
し
い
評

価
と
し
て
は
､
た
と
え
ば
､
白
井
華
陽
は
､
｢
最
長
山
水
人
物
四
方
垂
之
､
識
者
惜

其
格
随
｣
(
『
重
来
要
略
』
)
と
述
べ
､
そ
の
品
格
を
問
う
｡
ま
た
安
西
雲
煙
は
､
当

時
の
文
人
た
ち
の
あ
い
だ
で
､
月
俸
を
｢
南
宗
の
大
雅
蕪
邸
を
以
て
相
配
比
し
､
格

卑
し
と
い
ふ
論
｣
が
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
｡
も
っ
と
も
雲
煙
の
見
解
は
､
北

宗
で
あ
る
月
俸
を
南
宗
画
人
と
比
べ
る
こ
と
自
体
そ
も
そ
も
意
味
が
な
い
､
と
尚
南

腔
北
論
の
立
場
か
ら
の
立
論
で
あ
る
か
ら
､
こ
こ
で
は
略
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
｡

一
体
に
好
意
的
で
あ
る
田
能
村
竹
田
も
｢
一
時
名
諌
四
方
｣
(
『
山
中
人
餞
舌
』
)

と

そ
の
人
気
が
一
時
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
ず
記
し
て
い
る
｡

文
人
画
家
中
林
竹
洞
は
､
そ
の
著
『
竹
洞
蓋
論
』
に
｢
文
雅
轟
而
蓋
妖
起
事
｣
と

い
う
一
項
を
立
て
て
､
｢
蓋
妖
｣
な
る
も
の
を
批
判
し
て
い
る
｡
｢
蓋
妖
｣
と
い
う
聞

き
慣
れ
な
い
言
葉
は
､
竹
洞
自
身
が
言
う
と
こ
ろ
で
は
､
｢
雅
に
似
て
不
雅
者
､
趣

あ
る
に
似
て
趣
な
き
者
､
娠
を
か
ざ
り
て
俗
眼
を
ま
ど
は
す
類
の
者
を
名
付
け
て
｣

蓋
妖
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
､
そ
の
代
表
と
し
て
槍
玉
に
揚
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
､

応
挙
と
月
俸
の
ふ
た
り
で
あ
る
｡
な
か
で
も
｢
又
悪
俗
の
甚
き
は
月
仙
が
流
也
｣
で

あ
り
､
｢
野
卑
の
醜
態
を
も
て
雅
也
と
思
ひ
､
古
を
法
と
せ
ず
し
て
一
家
を
思
へ
る

な
る
べ
し
｡
｣
と
し
て
そ
の
批
判
を
集
中
的
に
浴
び
る
の
が
月
俸
で
あ
る
｡
近
代
の

発
展
史
観
に
馴
ら
さ
れ
た
現
代
人
が
好
意
的
な
評
価
と
し
て
受
け
取
り
が
ち
な
｢
新

裁
｣
｢
新
意
｣
｢
奇
格
｣
は
､
｢
古
を
法
と
せ
ず
｣
と
い
う
点
で
当
時
と
し
て
は
む
し

ろ
悪
評
に
属
す
る
と
解
釈
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
｡

い
っ
ぽ
う
で
安
西
雲
煙
の
よ
う
に
､
｢
又
蓋
の
世
間
に
多
き
放
か
､
あ
る
人
月
仙

が
人
物
を
貧
民
乞
人
の
形
容
に
似
た
り
と
､
是
形
ち
を
評
す
る
虞
誌
毀
に
し
て
璧
識

に
は
あ
ら
ず
､
月
仙
が
人
物
の
簡
な
る
は
仙
繹
の
意
に
獣
契
し
て
都
樫
の
俗
習
に
染

ら
ざ
る
虞
､
其
蓋
を
見
て
其
人
を
知
る
べ
き
に
や
｡
｣
(
『
近
世
名
家
書
蓋
談
』
二
編
)

と
そ
の
卑
体
を
擁
護
す
る
意
見
も
あ
る
｡

竹
洞
の
､
｢
今
の
董
師
ど
も
こ
れ
ら
の
類
を
お
し
て
､
董
の
道
は
應
撃
､
月
仙
に

至
り
て
､
大
い
に
ひ
ら
け
た
る
や
う
に
恩
ふ
は
､
ま
こ
と
に
亡
目
者
千
人
､
不
吉
者
千

人
の
世
な
り
け
り
｡
初
学
の
老
妻
の
正
き
道
を
学
ば
ん
と
な
ら
ば
､
必
ず
此
の
二
子

の
流
の
蓋
は
目
に
ふ
る
～
事
を
も
禁
ず
べ
し
､
悪
道
へ
ば
落
や
す
き
故
也
｡
｣

は､

『
竹
洞
蓋
論
』
が
執
筆
さ
れ
た
当
時
､
画
人
の
間
で
は
､
｢
画
道
｣
を
｢
大
い
に
ひ
ら
｣

い
た
画
人
と
し
て
､
月
俸
が
応
挙
と
な
ら
ぶ
存
在
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
意
外

な
事
実
を
図
ら
ず
も
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
面
白
い
｡

最
後
に
本
稿
に
お
い
て
文
献
の
検
討
を
通
し
て
導
き
出
し
た
同
時
代
に
お
け
る
月

俸
評
価
を
ま
と
め
る
と
､
次
の
諸
点
と
な
る
｡

一
師
承
関
係
｡
江
戸
に
お
い
て
雪
舟
派
の
画
人
桜
井
雪
館
に
師
事
し
､
後
､
京
都

で
円
山
応
挙
に
師
事
､
与
謝
蕪
村
に
何
ら
か
の
か
た
ち
で
接
触
し
た
こ
と
｡

二

雪
舟
派
･
円
山
派
･
南
画
な
ど
諸
派
を
兼
学
し
､
南
北
合
宗
と
み
ら
れ
た
こ
と
｡

三

様
式
確
立
後
の
画
風
が
､
当
時
､
｢
新
裁
｣
｢
新
意
｣
あ
る
い
は
｢
奇
格
｣
な
ど

と
呼
ば
れ
る
固
有
の
様
式
(
月
俸
様
式
)
を
も
っ
て
い
た
こ
と
｡
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右
の
三
点
が
月
俸
様
式
を
形
成
し
て
い
く
う
え
で
､
い
か
な
る
働
き
を
し
た
か
に

つ
い
て
は
､
綿
密
な
作
品
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
る
が
､
こ
れ
は
後
考
に
委
ね
た
い
｡

【
註
】

(
1
)

｢
月
俸
｣
の
表
記
に
つ
い
て
は
､
本
稿
で
は
当
該
の
表
記
を
用
い
る
が
､
他
に
月
仙
･

月
億
を
用
い
る
場
合
も
あ
る
｡
こ
れ
は
､
引
用
資
料
等
の
原
表
記
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
｡

ま
た
､
月
俸
自
身
も
､
こ
の
三
種
の
表
記
を
使
用
し
て
い
る
｡

(
2
)
名
古
屋
市
役
所
『
名
古
屋
市
史
』
学
芸
編

大
正
四
年

(
3
)
『
寂
照
寺
八
世
月
仙
上
人
碑
銘
』
に
は

〝
十
有
余
歳
〟
､
と
あ
る
｡

(
4
)

『
古
画
備
考
』
所
載
の
｢
谷
文
晃
の
談
｣
お
よ
び
『
古
今
諸
家
人
物
志
』
(
明
和
六
年
)



山 口 泰 弘

(
5
)
桜
井
山
興
先
生
門
人
､
門
人
釈
月
仙
尾
州
人
居
東
都
芝
山

(
6
)

『
山
興
居
士
墓
銘
』
中
島
亮
一
｢
了
義
寺
と
桜
井
雪
保
｣
『
美
術
史
』
七
七
･
七
八
所

載

(
7
)
中
島
亮
一
｢
了
義
寺
と
桜
井
雪
保
｣
『
美
術
史
』
七
七
･
七
八
参
照

(
8
)
中
島
亮
一
｢
了
義
寺
と
桜
井
雪
保
｣
『
美
術
史
』
七
七
･
七
八
参
照

(
9
)
中
島
亮
一
｢
了
義
寺
と
桜
井
雪
保
｣
『
美
術
史
』
七
七
･
七
八
参
照

(
1
0
)
梅
泉
は
筆
者
白
井
華
陽
の
別
号
｡
｢
妙
法
院
親
王
屏
障
｣
は
､
月
俸
･
呉
春
が
と
も
に

妙
法
院
に
描
い
た
障
屏
画
を
指
す
が
､
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
現
存
す
る
代
表
作
の
ひ
と
つ
｡

(11)

『
画
乗
要
略
』
巻
四
(
白
井
華
陽
)

意
雪
〔
産
洲
附
〕

長
澤
産
雪
名
魚
字
水
計
､
京
南
淀
人
､
撃
鷹
畢
出
新
意
､
然
漬
古

未
侍
､
故
不
能
抜
俗
也
､
産
雪
嘗
輿
皆
川
洪
園
謀
於
祇
園
境
内
某
寺
院
作
毒
､
浜
園
題
讃
､

人
雫
而
貫
之
､
数
日
獲
若
干
金
轍
相
輿
上
娼
棲
招
妓
張
宴
､
劇
飲
徹
暁
所
獲
黄
金
皆
壷
嚢

而
席
､
其
義
子
意
洲
字
春
江
､
借
家
撃
｡

梅
泉
日
､
同
気
相
求
同
類
相
感
也
､
月
僻
意
雪
文
鳳
異
種
同
気
､
余
昔
見
文
鳳
問
責
雪

蓋
格
､
文
鳳
大
褒
栴
之
以
焉
不
及
､
今
戟
二
子
遺
蹟
何
有
優
劣
､
月
償
嘗
遊
於
洛
敏
文
鳳

山
水
大
奇
之
､
自
用
濃
墨
作
山
水
､
其
落
款
日
倣
文
鳳
筆
意
､
此
時
月
憐
之
名
在
文
鳳
之

上
而
尚
如
此
､
蓋
皆
有
所
感
而
然
也
､
鳴
呼
三
子
一
時
秀
也
｡

の
直
後
に
喜
多
村
信
節
(
『
嬉
遊
笑
覧
』
の
著
者
)
が
誌
し
た
識
語
の
年
紀
か
ら
文
政
七

年
(
一
八
二
四
)

こ
ろ
の
上
梓
と
考
え
ら
れ
る
｡

(
1
2
)
山
口
泰
弘
｢
月
俸
の
初
期
作
風
の
展
開
と
様
式
形
成
-

『
研
究
論
集
』
三

三
重
県
立
美
術
館
一
九
九
一
年
参
照

(
1
3
)
山
口
泰
弘
｢
月
俸
の
初
期
作
風
の
展
開
と
様
式
形
成
- 人

物
画
を
中
心
に
｣

人
物
画
を
中
心
に
｣

『
研
究
論
集
』
三

三
重
県
立
美
術
館
一
九
九
一
年
三
章

(
1
4
)
『
北
禅
詩
草
』
巻
一
に
｢
列
仙
図
序
｣
と
し
て
収
載
｡

(15)

『
画
乗
要
略
』
巻
二

北
汀
〔
楕
堂
州
尾
附
〕

呉
北
汀
名
其
正
､
字
必
大
､
能
詩
工
書
､
又
撫
法
元
明
古
蹟
､

善
山
水
墨
竹
､
余
幼
時
師
之
､
其
弟
格
堂
徒
居
江
戸
､
善
書
又
蓋
菊
､
弟
子
岩
田
洲
尾
烏

山
水
､
又
善
文
章
及
詩
歌
｡

(
1
6
)
岡
田
樗
軒
す
な
わ
ち
江
戸
本
郷
六
丁
目
の
書
辟
伊
勢
屋
平
次
郎
の
画
論
で
､
樗
軒
の
死


